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子
ど
も
の
脳
の
特
徴

│
│
子
ど
も
の
脳
と
大
人
の
脳
は
違
う
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
子
ど
も
の
脳
の
特
徴

と
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
？

ヒ
ト
の
脳
は
環
境
の
影
響
を
受
け
な
が

ら
、
長
い
時
間
を
か
け
て
将
来
ど
の
よ
う

な
脳
を
持
つ
か
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

よ
く
子
育
て
本
な
ど
で
、「
生
後
半
年

頃
に
は
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
て
、
一
歳
頃

に
は
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
っ
た

よ
う
に
、
脳
は
年
齢
と
と
も
に
右
肩
上
が

り
に
、
直
線
的
に
発
達
す
る
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
は
生
物
学
の
視
点
か
ら
厳
密
に
い
う

と
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ヒ
ト
の
脳
は

「
で
こ
ぼ
こ
し
な
が
ら
育
つ
」
の
で
す
。

子
ど
も
の
脳
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
環
境

の
影
響
を
大
き
く
受
け
な
が
ら
発
達
し
て

い
き
ま
す
が
、
一
律
に
影
響
を
受
け
続
け

型
の
マ
ス
ク
は
あ
ま
り
つ
け
心
地
が
良
く

な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
次
世
代
を
担

う
子
ど
も
た
ち
は
国
の
宝
で
あ
っ
て
、
大

人
の
脳
と
子
ど
も
の
脳
は
違
う
も
の
で
あ

る
。
子
ど
も
た
ち
に
特
化
し
た
施
策
が
必

要
な
の
で
は
な
い
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
取
り

組
み
に
は
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
確
か
な
思

い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
動
き
は
、
日
本
で
は
ま
っ
た

く
出
て
こ
な
か
っ
た
。
政
治
家
は
政
治
の

分
野
で
、
医
師
は
医
療
の
現
場
で
、
保
育

は
保
育
現
場
で
、
と
い
う
縦
割
り
組
織
内

で
の
活
動
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
多
様
な
専
門
家
が
集
ま
っ
て
議
論
を

す
る
と
い
う
文
化
が
あ
ま
り
育
っ
て
い
な

い
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。
気
候
変
動
、

少
子
化
、
感
染
症
、
戦
争
…
…
さ
ま
ざ
ま

な
リ
ス
ク
予
測
が
難
し
い
、
不
確
か
な
時

代
を
迎
え
て
い
る
今
、
そ
う
し
た
既
存
の

つ
な
が
り
だ
け
で
解
決
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
し
ょ
う
。

こ
な
か
っ
た
。
こ
の
三
年
間
で
私
が
感
じ

た
の
は
、
日
本
が
い
か
に
大
人
中
心
の
社

会
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
マ
ス

ク
着
用
の
問
題
に
限
ら
ず
、
日
本
社
会
は
、

大
人
に
と
っ
て
「
便
利
」「
心
地
よ
い
」

と
い
う
よ
う
な
発
想
で
推
し
進
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
が
始
ま
っ
た
年
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
政
府
が
科
学
者
や
保
育
教
育
現
場
の

専
門
家
と
と
も
に
「
マ
ス
ク
で
の
生
活
が

子
ど
も
の
発
達
に
与
え
る
リ
ス
ク
」
を
議

論
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果

を
受
け
て
、
国
が
透
明
な
マ
ス
ク
を
一
斉

配
布
し
た
の
で
す
。

│
│
フ
ラ
ン
ス
で
透
明
な
マ
ス
ク
が
配
布

さ
れ
て
い
た
と
い
う
話
は
、
い
ま
初
め
て

聞
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
で
は

あ
ま
り
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
透
明

ニ
チ
ュ
ア
の
よ
う
な
存
在
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
乳
幼
児
期
は
、
他
者
の
多

様
な
表
情
を
見
て
真
似
し
な
が
ら
、
心
を

理
解
し
た
り
共
感
し
た
り
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。
ヒ
ト
特
有
の
社
会
性
を
身
に

つ
け
て
い
く
極
め
て
重
要
な
時
期
な
の
で

す
。し

か
し
日
本
で
は
、
科
学
的
エ
ビ
デ
ン

ス
に
基
づ
き
、
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
た

対
策
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
出
て

府
は
「
新
し
い
生
活
様
式
」
の
実
践
を
提

唱
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
通
り
、

主
な
項
目
と
し
て
は
「
身
体
的
距
離
の
確

保
」「
マ
ス
ク
の
着
用
」「
手
洗
い
」
で
す
。

こ
れ
が
大
人
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち

に
も
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
ん
で
す
ね
。

子
ど
も
た
ち
は
、
環
境
の
影
響
を
強
く

受
け
な
が
ら
脳
を
発
達
さ
せ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
子
ど
も
は
単
な
る
大
人
の
ミ

「
新
し
い
生
活
様
式
」
と
子
ど
も
た
ち

│
│
明
和
先
生
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
登
場
し

た
「
マ
ス
ク
生
活
」
や
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ

ィ
ス
タ
ン
ス
」
が
子
ど
も
た
ち
の
発
育
に

影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
警
鐘
を

鳴
ら
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が

広
が
っ
て
い
た
二
〇
二
〇
年
五
月
に
、
政

二
〇
二
〇
年
か
ら
続
い
た
マ
ス
ク
生
活
に
も
よ
う
や
く
終
わ
り
が
見
え
て
き
た
。

「
や
っ
と
煩
わ
し
い
マ
ス
ク
か
ら
解
放
さ
れ
る
」 と
、 ホ
ッ
と
し
て
い
る
大
人
は
多
い
は
ず
。

大
人
に
と
っ
て
は
た
だ
不
便
と
感
じ
る
だ
け
だ
っ
た
マ
ス
ク
生
活
か
も
し
れ
な
い
が
、

子
ど
も
た
ち
の
脳
と
心
の
発
達
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
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マ
ス
ク
生
活
で
は
子
ど
も
の
脳
と
心
が
育
た
な
い
⁉

「
新
し
い
生
活
様
式
」 が
子
ど
も
に
与
え
る
影
響


